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形
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立
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文 

問
題
用
紙

【問
題
】
次
の
文
章
は
、
筆
者
が

「差
別
は
た
い
て
い
悪
意
の
な
い
人
が
す
る
」
と
い
う
こ
と
に
気
付
い
た
き
っ
か
け
を
述
べ
た
部
分
で
あ

る
。
こ
の
点
を
ふ
ま
え
た
上
で
、
差
別
を
解
消
し
て
い
く
た
め
に
こ
れ
か
ら
ど
う
す
べ
き
だ
と
考
え
る
か
。
そ
の
際
、
(1)
差
別
さ
れ
る
側
、

(2)
差
別
す
る
側
、
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
あ
な
た
自
身
の
経
験

（な
い
し
は
見
聞
し
た
こ
と
）
を
挙
げ
、
八
〇
〇
字
以
上

一
〇
〇
〇
字
以
内
で

述
べ
な
さ
い
。
（な
お
、
記
述
さ
れ
た
あ
な
た
自
身
の
経
験
そ
の
も
の
に
関
し
て
、
減
点
ま
た
は
加
点
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
）

（キ
ム

・
ジ

ヘ

〔金
知
慧
〕
・
尹
怡
景
訳

「プ
ロ
ロ
ー
グ 

あ
な
た
に
は
差
別
は
見
え
ま
す
か
？
」
『
差
別
は
た
い
て
い
悪
意
の
な
い
人
が
す

る
―
見
え
な
い
排
除
に
気
づ
く
た
め
の
10
章
』
〔大
月
書
店
、
二
〇
二

一
年
八
月
二
三
日
〕
よ
り
。
出
題
に
あ
た
っ
て
表
記
を

一
部
改
変
し

た
）

※
文
章
は
著
作
権
の
問
題
に
よ
り
公
開
で
き
ま
せ
ん
。
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令
和
五
年
度 

山
形
県
立
米
沢
女
子
短
期
大
学 

国
語
国
文
学
科 

学
校
推
薦
型
選
抜
・
特
別
選
抜 

小
論
文 

問
題
用
紙 

  

出
題
文
を
読
み
、
次
の
【
設
問
一
】
【
設
問
二
】
に
そ
れ
ぞ
れ
解
答
し
な
さ
い
。
【
設
問
一
】
に
つ
い
て
は
、
二
五
〇
字
以
上
三
〇
〇 

字
以
内
に
、
【
設
問
二
】
に
つ
い
て
は
、
五
五
〇
字
以
上
七
〇
〇
字
以
内
に
お
さ
め
な
さ
い
。 

  

【
設
問
一
】 

出
題
文
の
後
半
に
、
欧
州
諸
国
を
は
じ
め
法
律
上
刑
罰
に
死
刑
を
科
さ
な
い
と
い
う
事
実
に
つ
い
て
、
日
本
の
場
合
と
対
照

的
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
に
は
絶
対
神
の
存
在
の
有
無
が
深
く
関
与
す
る
と
分
析
さ
れ
て
い
る
。
キ
リ
ス
ト
教
圏
に
お
い
て

死
刑
を
科
す
こ
と
が
支
持
さ
れ
な
い
理
由
に
つ
い
て
、
出
題
文
の
趣
旨
に
即
し
て
ま
と
め
な
さ
い
。
な
お
、
そ
の
際
、
文
中
の
傍
線

部
「
キ
リ
ス
ト
教
的(

な)

世
界
観
」
と
い
う
表
現
を
用
い
、
か
つ
ま
た
こ
の
表
現
の
意
味
説
明
を
含
め
て
記
述
し
な
さ
い
。 

 

【
設
問
二
】 

自
死
を
も
っ
て
罪
を
償
う
と
い
う
こ
と
に
対
し
て
、
そ
の
是
非
あ
る
い
は
そ
れ
に
ま
つ
わ
る
、
あ
な
た
自
身
の
解
釈
に
つ
い

て
、
見
聞
し
た
事
例
を
挙
げ
な
が
ら
論
述
し
な
さ
い
。
た
だ
し
こ
の
問
題
に
関
し
て
、
「
自
死
を
も
っ
て
」
と
い
う
部
分
を
「
辞
任

を
も
っ
て
」
と
読
み
替
え
、
「
責
任
を
取
っ
て
現
在
の
任
務
を
辞
す
る
こ
と
の
是
非
あ
る
い
は
そ
の
解
釈
」
に
シ
フ
ト
チ
ェ
ン
ジ
し

て
述
べ
て
も
差
し
支
え
な
い
も
の
と
す
る
。 

   

日
本
で
は
、
死
に
謝
罪
や
責
任
を
取
る
意
味
を
認
め
る
文
化
が
根
強
く
あ
り
ま
す
。
こ
の
こ
と
も
死
刑
の
支
持
に
影
響
を
与
え
て
い
る
と

思
わ
れ
ま
す
。
「
死
ん
で
お
詫
び
を
す
る
」
と
い
っ
た
言
い
方
が
あ
り
ま
す
が
、
か
つ
て
武
士
が
行
っ
て
い
た
切
腹
は
、
刑
罰
の
一
つ
で
し

た
し
、
ま
た
、
不
始
末
の
責
任
を
取
る
方
法
で
も
あ
り
ま
し
た
。
つ
ま
り
、
自
殺
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
罪
を
償
う
こ
と
が
潔
い
も
の
と
し

て
肯
定
さ
れ
る
文
化
で
す
。
そ
れ
と
表
裏
を
な
す
よ
う
に
、
過
ち
を
犯
し
た
人
間
は
死
を
も
っ
て
償
う
べ
き
だ
と
い
う
発
想
も
、
日
本
社
会

に
は
存
在
し
続
け
て
き
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
こ
う
し
た
発
想
は
日
本
文
化
に
特
有
の
も
の
で
は
な
い
か
と
感
じ
ま
す
。 

 

例
え
ば
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
小
説
作
品
に
も
自
殺
す
る
人
物
は
数
多
く
登
場
し
ま
す
。
古
典
的
な
作
品
で
い
え
ば
、
注
一

ト
ー
マ
ス
・
マ
ン
の

小
説
『
魔
の
山
』
（
一
九
二
四
年
）
で
は
ナ
フ
タ
と
い
う
登
場
人
物
が
自
殺
し
ま
す
し
、
注
二

ゲ
ー
テ
の
『
若
き
ウ
ェ
ル
テ
ル
の
悩
み
』
（
一

七
七
四
年
）
や
注
三

ト
ル
ス
ト
イ
の
『
ア
ン
ナ
・
カ
レ
ー
ニ
ナ
』
（
一
八
七
五
～
七
七
年
）
、
注
四

フ
ロ
ー
ベ
ル
の
『
ボ
ヴ
ァ
リ
ー
夫
人
』
（
一

八
五
七
年
）
な
ど
が
思
い
浮
か
び
ま
す
。
し
か
し
、
日
本
の
よ
う
に
社
会
に
対
す
る
謝
罪
や
責
任
を
取
る
と
い
う
意
味
で
自
殺
す
る
ケ
ー
ス

は
、
な
か
な
か
思
い
浮
か
び
ま
せ
ん
。
多
く
の
場
合
は
、
人
生
の
破
綻
で
あ
っ
て
、
追
い
詰
め
ら
れ
て
、
苦
し
み
の
果
て
に
自
殺
す
る
と
い

う
も
の
で
す
。 

 

日
本
で
も
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
よ
う
な
自
殺
の
方
が
む
し
ろ
一
般
的
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
小
説
で
も
ド
ラ
マ
で
も
、
謝
罪
の
意
味
で
、
あ

る
い
は
自
ら
責
任
を
取
る
と
い
う
意
味
で
、
自
分
の
命
を
差
し
出
す
場
面
が
少
な
か
ら
ず
あ
り
ま
す
。
森
鷗
外
は
、
そ
の
よ
う
な
切
腹
を
何

度
も
テ
ー
マ
に
し
て
い
ま
す
し
、
夏
目
漱
石
の
『
こ
こ
ろ
』
（
一
九
一
四
年
）
も
は
や
り
、
「
罪
悪
感
」
が
大
き
な
動
機
に
な
っ
て
い
ま
す
。 

こ
の
価
値
観
に
お
い
て
は
、
死
な
ず
に
生
き
続
け
て
い
る
こ
と
は
無
責
任
で
あ
り
、
罪
を
自
覚
し
て
い
な
い
、
社
会
に
対
し
て
本
気
で
謝
罪

し
て
い
な
い
こ
と
と
受
け
止
め
ら
れ
ま
す
。
「
の
う
の
う
と
生
き
て
い
る
」
な
ど
と
言
わ
れ
ま
す
が
、
生
き
続
け
て
い
る
、
存
在
し
続
け
て

い
る
こ
と
そ
れ
自
体
が
非
難
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
つ
ま
り
は
存
在
の
抹
殺
で
す
。
だ
か
ら
こ
そ
、
死
刑
廃
止
派
の
議
論
の
中
で
も
、
あ
え

て
「
死
ぬ
の
で
は
な
く
、
生
き
て
償
っ
て
ほ
し
い
」
と
い
う
廃
止
の
理
由
が
語
ら
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
死
ね
ば
責
任
を
果
た
せ
る
わ
け

で
は
な
い
、
と
い
う
考
え
方
で
す
。 

 

今
述
べ
た
日
本
の
文
化
的
な
要
因
と
も
関
係
し
ま
す
が
、
死
刑
が
支
持
さ
れ
る
背
景
と
し
て
宗
教
的
な
問
題
に
つ
い
て
も
触
れ
て
お
き
ま

す
。
日
本
で
死
刑
廃
止
運
動
に
か
か
わ
っ
て
い
る
方
の
中
に
は
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
が
少
な
か
ら
ず
い
ま
す
。
先
に
述
べ
ま
し
た
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
の
文
学
作
品
で
は
、
加
害
者
の
側
に
焦
点
を
当
て
た
作
品
が
多
く
見
受
け
ら
れ
ま
す
。
旧
約
聖
書
に
描
か
れ
て
い
る
、
人
類
最
初
の
殺
人

を
犯
し
た
と
さ
れ
る
注
五

カ
イ
ン
と
そ
の
被
害
者
の
ア
ベ
ル
の
物
語
に
始
ま
り
、
歴
史
的
に
ず
っ
と
受
け
継
が
れ
て
き
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
カ

イ
ン
と
ア
ベ
ル
の
物
語
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
人
類
は
す
べ
て
神
の
被
造
物
で
あ
り
、
人
間
の
営
み
は
す
べ
て
神
に
見
ら
れ
て
お
り
、
世

界
の
終
末
時
に
お
い
て
、
最
後
の
審
判
に
よ
っ
て
人
類
の
罪
が
裁
か
れ
る
と
い
う
キ
リ
ス
ト
教
的
な
世
界
観
が
反
映
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら

れ
ま
す
。 

 

つ
ま
り
、
最
終
的
に
は
神
に
よ
っ
て
裁
か
れ
る
こ
と
を
前
提
に
し
て
お
り
、
審
判
を
下
せ
る
の
は
神
の
み
で
あ
る
と
い
う
考
え
で
す
。
そ

の
考
え
の
も
と
で
は
、
人
間
社
会
で
は
最
終
的
な
審
判
を
下
す
こ
と
は
で
き
ず
、
そ
れ
が
人
間
同
士
の
「
ゆ
る
し
」
の
根
拠
と
な
っ
て
い
ま

す
。
「
愛
」
と
い
う
概
念
に
関
し
て
も
、
注
六

エ
ロ
ス
や
フ
ィ
リ
ア
と
い
っ
た
ギ
リ
シ
ア
哲
学
の
「
愛
」
が
、
基
本
的
に
は
愛
す
る
に
値
す
る

人
を
愛
す
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
注
六

キ
リ
ス
ト
教
の
ア
ガ
ペ
ー
は
、
隣
人
愛
の
み
な
ら
ず
、
敵
を
も
愛
し
な
さ
い
、
と
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い
う
ほ
と
ん
ど
倒
錯
的
な
愛
を
説
き
、
結
果
、
愛
さ
れ
る
に
値
し
な
い
と
目
さ
れ
て
、
愛
の
概
念
か
ら
こ
ぼ
れ
落
ち
て
し
ま
う
人
た
ち
に
ま

で
そ
の
対
象
を
拡
張
し
、
衝
撃
的
な
影
響
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
社
会
に
も
た
ら
し
ま
し
た
。
注
七

ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
の
『
カ
ラ
マ
ー
ゾ
フ
の
兄
弟
』

（
一
八
八
〇
年
）
で
は
、
無
神
論
者
で
あ
る
イ
ワ
ン
が
、
死
後
の
世
界
が
存
在
せ
ず
、
こ
の
人
間
の
世
界
す
べ
て
が
完
結
し
て
い
る
の
な
ら
、

何
を
や
っ
て
も
許
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
述
べ
ま
す
が
、
こ
れ
は
今
述
べ
た
よ
う
な
キ
リ
ス
ト
教
的
な
世
界
観
が
あ
る
こ
と
を
前
提
と

し
た
う
え
で
、
そ
れ
に
対
す
る
疑
い
を
無
神
論
者
の
声
に
反
映
さ
せ
た
も
の
で
す
。 

 

現
代
の
日
本
の
場
合
、
ま
ず
宗
教
的
な
規
範
意
識
が
弱
く
、
キ
リ
ス
ト
教
圏
や
イ
ス
ラ
ム
教
圏
の
社
会
と
比
べ
る
と
、
神
の
存
在
は
も
ち

ろ
ん
、
死
後
の
世
界
に
対
す
る
観
念
も
と
て
も
曖
昧
で
す
。
非
常
に
世
俗
的
で
、
思
い
思
い
に
想
像
さ
れ
た
も
の
と
し
て
、
天
国
や
地
獄
の

イ
メ
ー
ジ
が
あ
る
ぐ
ら
い
で
す
。
絶
対
的
な
神
の
存
在
が
な
く
、
最
終
的
に
人
を
裁
く
の
は
神
で
あ
る
と
い
う
形
而
上
学
的
な
価
値
観
も
な

い
社
会
で
は
、
人
間
社
会
で
起
き
た
こ
と
は
、
す
べ
て
人
間
社
会
の
中
で
解
決
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
考
え
方
に
つ
な
が
っ
て
い
き

ま
す
。
そ
う
し
た
中
で
、
深
刻
な
罪
を
犯
し
た
よ
う
な
加
害
者
が
生
き
残
っ
て
い
る
の
は
許
せ
な
い
、
死
刑
に
す
べ
き
だ
と
い
う
の
は
、
い

わ
ば
、
こ
の
社
会
に
自
分
た
ち
の
手
で
地
獄
を
つ
く
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
発
想
で
す
。 

 

こ
こ
ま
で
述
べ
た
よ
う
な
日
本
に
お
け
る
文
化
や
宗
教
に
関
す
る
特
徴
は
、
日
常
的
に
あ
ま
り
意
識
さ
れ
ず
、
半
ば
無
意
識
に
私
た
ち
の

社
会
に
共
有
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
こ
と
が
、
死
刑
が
あ
る
こ
と
を
、
あ
る
意
味
、
当
然
と
考
え
る
よ
う
な
意
識
を
形
づ
く
っ
て
し
ま
っ
て
い

ま
す
。
も
っ
と
も
、
「
文
化
」
と
し
て
語
り
ま
し
た
が
、
実
際
に
ど
の
程
度
の
歴
史
性
が
あ
る
か
に
つ
い
て
は
個
別
に
議
論
す
べ
き
で
し
ょ

う
。
決
定
論
的
に
捉
え
る
の
で
は
な
く
、
変
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
べ
き
だ
と
思
い
ま
す
。 

 

 
(

平
野
啓
一
郎
『
死
刑
に
つ
い
て
』
岩
波
書
店
・
二
〇
二
二
年
刊
行
、
表
記
・
表
現
を
部
分
的
に
改
変
し
て
出
題
し
た) 

  

注
一 

ト
ー
マ
ス
・
マ
ン
（
一
八
七
五
～
一
九
五
五
、
ド
イ
ツ
の
小
説
家
）
の
『
魔
の
山
』 

青
年
ハ
ン
ス
・
カ
ス
ト
ル
プ
が
、
第
一
次
世
界
大
戦
時
に
ア
ル
プ
ス
山
脈
の
ダ
ボ
ス
に
あ
る
サ
ナ
ト
リ
ウ
ム
で
過
ご
し
た
七
年
間
、
種
々 

多
様
な
人
々
と
の
交
流
を
通
じ
て
成
長
す
る
姿
が
描
か
れ
た
長
編
小
説
。
登
場
人
物
の
う
ち
、
ナ
フ
タ
は
虚
無
主
義
者
と
し
て
描
か
れ
る
。 

 

注
二 

ゲ
ー
テ
（
一
七
四
九
～
一
八
三
二
、
ド
イ
ツ
の
詩
人
・
劇
作
家
）
の
『
若
き
ウ
ェ
ル
テ
ル
の
悩
み
』 

 

婚
約
者
の
い
る
女
性
シ
ャ
ル
ロ
ッ
テ
に
対
し
て
、
青
年
ウ
ェ
ル
テ
ル
が
懸
想
し
、
苦
悩
の
末
自
殺
す
る
ま
で
を
描
い
た
長
編
小
説
。 

 

注
三 

ト
ル
ス
ト
イ
（
一
八
二
八
～
一
九
一
〇
、
ロ
シ
ア
の
小
説
家
）
の
『
ア
ン
ナ
・
カ
レ
ー
ニ
ナ
』 

 

政
府
高
官
カ
レ
ー
ニ
ン
の
妻
で
あ
る
ア
ン
ナ
が
、
将
校
ヴ
ォ
ロ
ン
ス
キ
ー
と
互
い
に
惹
か
れ
あ
う
も
、
不
品
行
に
よ
り
社
交
界
か
ら
と
も 

に
締
め
出
さ
れ
、
最
後
に
は
投
身
自
殺
に
追
い
や
ら
れ
る
と
い
う
筋
書
き
の
長
編
小
説
。 

 

注
四 

フ
ロ
ー
ベ
ル
（
一
八
二
一
～
一
八
八
〇
、
フ
ラ
ン
ス
の
小
説
家
）
の
『
ボ
ヴ
ァ
リ
ー
夫
人
』 

 

平
凡
な
田
舎
の
生
活
に
倦
ん
だ
主
人
公
エ
マ
・
ボ
ヴ
ァ
リ
ー
が
、
自
由
で
華
や
か
な
世
界
に
憧
れ
、
不
品
行
に
起
因
す
る
借
金
地
獄
に
追 

い
詰
め
ら
れ
た
あ
げ
く
、
人
生
に
絶
望
し
て
服
毒
自
殺
す
る
。
エ
マ
の
生
涯
と
そ
の
死
後
夫
シ
ャ
ル
ル
が
エ
マ
を
追
慕
し
つ
つ
そ
の
跡
を 

追
っ
て
絶
命
す
る
ま
で
を
描
い
た
長
編
小
説
。 

 

注
五 

カ
イ
ン
と
そ
の
被
害
者
の
ア
ベ
ル
の
物
語 

 

旧
約
聖
書
の
創
世
記
に
登
場
し
、
ア
ダ
ム
と
イ
ヴ
の
子
ど
も
で
あ
り
、
人
類
初
の
兄
弟
と
さ
れ
る
兄
カ
イ
ン
と
弟
ア
ベ
ル
の
話
。
カ
イ
ン 

は
農
業
、
ア
ベ
ル
は
畜
産
業
に
そ
れ
ぞ
れ
従
事
し
、
神
へ
の
供
御
と
し
て
成
果
物
を
奉
納
す
る
も
、
カ
イ
ン
は
拒
否
さ
れ
ア
ベ
ル
は
受
理

さ
れ
る
。
こ
の
理
不
尽
さ
に
憤
っ
た
カ
イ
ン
は
逆
恨
み
か
ら
ア
ベ
ル
を
殺
め
て
し
ま
う
と
い
う
、
人
類
初
の
殺
人
が
描
か
れ
た
物
語
。 

 

注
六 

エ
ロ
ス
や
フ
ィ
リ
ア 

 

キ
リ
ス
ト
教
の
ア
ガ
ペ
ー 

 

古
代
ギ
リ
シ
ア
の
愛
の
概
念
が
基
底
に
あ
る
言
葉
。
エ
ロ
ス
は
自
分
に
内
在
す
る
満
た
さ
れ
な
い
欲
求
を
他
に
対
し
て
求
め
る
衝
動
力
を

言
い
、
一
般
的
に
は
男
女
間
の
「
恋
愛
」
と
理
解
さ
れ
る
。
フ
ィ
リ
ア
は
友
人
間
で
の
信
頼
や
連
帯
感
を
言
い
、
「
友
愛
」
と
理
解
さ
れ

る
。
ア
ガ
ペ
ー
は
エ
ロ
ス
と
逆
方
向
の
対
概
念
で
、
ひ
た
す
ら
自
分
か
ら
他
に
対
し
て
与
え
る
愛
、
す
な
わ
ち
「
無
償
の
愛
」
「
父
た
る

神
の
、
子
た
る
人
間
に
対
す
る
自
己
犠
牲
的
愛
」
と
理
解
さ
れ
る
。 

 

注
七 

ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
（
一
八
二
一
～
一
八
八
一
、
ロ
シ
ア
の
小
説
家
）
の
『
カ
ラ
マ
ー
ゾ
フ
の
兄
弟
』 

 

淫
蕩
癖
が
あ
り
物
欲
に
ま
み
れ
た
フ
ョ
ー
ド
ル
を
父
に
持
つ
、
長
男
ド
ミ
ト
リ
ー
、
次
男
イ
ワ
ン
、
三
男
ア
リ
ョ
ー
シ
ャ
の
三
兄
弟
と
、 

下
男
と
し
て
カ
ラ
マ
ー
ゾ
フ
家
に
仕
え
る
ス
メ
ル
ジ
ャ
コ
フ
（
実
は
息
子
三
人
と
異
母
兄
弟
の
関
係
に
あ
る
人
物
）
を
中
心
に
、
フ
ョ
ー 

ド
ル
の
謎
の
死
を
め
ぐ
っ
て
推
理
物
仕
立
て
で
展
開
す
る
長
編
小
説
。
知
識
人
で
無
神
論
者
の
イ
ワ
ン
は
、
神
が
な
け
れ
ば
総
て
が
許
さ

れ
る
と
い
う
独
自
の
哲
学
を
持
っ
た
人
物
と
し
て
作
中
に
描
か
れ
る
。 
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